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新
潟
県
に
お

け
る
鱈

縄
漁
と
タ
コ

漁
に
つ
い

て

上
　
田
　
　
　
将

佐
　
藤
　
康
　
行

我
々
の
研
究
室
で
は
、
過
去
数
年
間
、
新
潟
県
漁
村
の
社
会
学
的
・
文
化

人
類
学
的
実
態
調
査
を
行
っ
て
き
た
。
こ
の
調
査
は
、
漁
村
の
村
落
構
造
、

人
間
関
係
、
漁
業
技
術
、
海
の
生
態
学
、
海
の
宗
教
と
世
界
観
な
ど
全
体
的

に
捉
え
る
こ
と
を
計
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
調
査
の
過
程
で
、
私
ど

も
は
漁
村
の
生
活
が
い
ろ
い
ろ
な
側
面
に
お
い
て
大
き
な
変
化
を
き
た
し
て

い
る
こ
と
を
改
め
て
実
感
し
た
。
な
か
で
も
、
急
速
な
技
術
革
新
、
漁
業
資

源
の
減
少
、
生
態
学
的
変
化
、
出
稼
ぎ
と
過
疎
化
な
ど
と
い
っ
た
理
由
の
た

め
、
網
漁
、
延
縄
漁
、
釣
漁
な
ど
従
来
の
伝
統
的
な
漁
業
は
大
き
な
変
化
を

被
り
、
す
で
に
消
滅
し
た
も
の
や
、
た
と
え
存
続
し
て
い
て
も
消
滅
寸
前
の

も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
鱈
延
縄
漁
は
も
う
ほ
と
ん
ど

な
さ
れ
な
く
な
っ
た
し
、
磯
見
漁
と
し
て
の
タ
コ
漁
も
地
域
に
よ
っ
て
は
磯

の
消
失
な
ど
と
と
も
に
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
漁
法
が
完
全
に
消
失
し

な
い
う
ち
に
充
分
な
調
査
・
研
究
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
上
田
が
鱈

延
縄
漁
の
記
述
を
担
当
し
、
佐
藤
が
タ
コ
漁
を
担
当
し
た
。
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鱈
延
縄
漁
に
つ
い
て

鱈
延
縄
漁
は
古
く
か
ら
新
潟
県
の
重
要
な
漁
業
で
あ
っ
た
。
通
称
タ
ラ
バ

と
呼
ば
れ
て
い
る
鱈
漁
場
は
、
海
探
約
1
三
十
尋
(
約
二
三
四
メ
ー
ト
ル
)
か

ら
二
七
十
尋
(
約
四
八
六
メ
ー
ト
ル
)
く
ら
い
の
と
こ
ろ
で
、
新
潟
市
以
西

の
沖
合
に
帯
状
に
広
く
分
布
し
て
お
り
、
ま
た
、
両
津
湾
沖
合
な
ど
佐
渡
に

も
見
ら
れ
る
。
こ
の
漁
業
は
、
越
後
で
は
間
瀬
へ
寺
泊
、
出
雲
崎
な
ど
か
ら

能
生
・
小
泊
に
至
る
地
域
、
佐
渡
で
は
、
両
津
市
の
湊
か
ら
歌
見
に
至
る
地

域
や
相
川
町
の
姫
津
な
ど
多
-
の
地
域
に
お
い
て
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
漁

業
の
特
徴
は
、
寺
泊
、
出
雲
崎
な
ど
の
例
の
よ
う
に
漁
業
権
が
株
と
し
て
特

定
の
家
に
限
定
さ
れ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
、
能
生
・
小
泊
の
場
合
の
よ
う

に
特
定
の
村
落
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
地
域
の
漁

民
が
だ
れ
で
も
鱈
延
縄
漁
に
従
事
で
き
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
権
利

に
は
江
戸
時
代
か
ら
昭
和
二
十
四
年
漁
業
法
の
改
正
の
年
ま
で
続
い
た
。
そ
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の
後
、
こ
の
延
孤
独
と
い
う
漁
法
は
次
第
に
衰
退
し
、
網
漁
へ
と
変
化
し
て

い
っ
た
.
今
日
、
鱈
延
租
漁
を
行
っ
て
い
る
家
は
地
域
に
よ
っ
て
は
一
、
二

軒
残
っ
て
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
地
域
で
は
す
で
に
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
.
延
縄
漁
で
捕
ら
れ
た
鱈
は
、
底
曳
網
に
よ
る
場
合
と
は
遭
っ
て
、
一

足
1
尾
丁
寧
に
と
る
の
で
姿
形
が
傷
ま
ず
値
も
よ
い
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
鱈
延
縄
漁
は
餌
掛
け
、
縄
操
り
、
縄
延
え
な
ど
と
大
変
手
間
が
か
か
る

し
、
漁
業
技
術
も
難
し
く
、
次
第
に
衰
退
し
て
い
っ
た
。

鱈
延
縄
漁
と
い
う
の
は
長
い
幹
縄
に
一
定
の
間
隔
で
枝
縄
を
付
け
、
そ
の

l
先
に
釣
り
針
を
付
け
て
鱈
を
釣
る
漁
法
で
、
餌
に
は
イ
ワ
シ
、
サ
ン
マ
、
イ

カ
な
ど
の
切
り
身
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
餌
は
魚
脂
に
付
け
て
用
い
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
。
漁
具
と
し
て
は
、
幹
縄
、
枝
組
、
建
純
、
親
電
、
沈
子

(
石
)
、
硝
子
玉
、
釣
針
な
ど
が
使
用
さ
れ
る
。
タ
ラ
場
に
つ
く
と
、
船
を
一

■

定
の
速
度
で
走
ら
せ
な
が
ら
、
そ
の
場
で
針
に
餌
を
か
け
て
、
延
縄
を
次
々

に
海
中
に
投
入
す
る
。
こ
の
作
業
と
同
時
に
針
と
針
の
間
に
適
当
な
感
覚
で

硝
子
玉
(
浮
き
)
と
沈
子
(
重
り
の
石
)
を
交
互
に
付
け
な
が
ら
海
に
落
と

す
。
鱈
の
い
る
深
さ
の
と
こ
ろ
に
的
確
に
延
縄
を
落
と
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ

の
浮
き
と
重
り
の
バ
ラ
ン
ス
が
大
変
重
要
で
あ
る
。
魚
群
探
知
機
な
ど
の
な

い
時
代
に
は
'
漁
師
は
ヤ
マ
ア
テ
と
呼
ば
れ
る
独
自
の
測
定
法
に
よ
っ
て
梅

の
深
さ
を
知
っ
た
。
こ
の
ヤ
マ
ア
テ
は
海
上
か
ら
陸
地
の
山
な
ど
二
個
の
対

象
物
を
重
ね
あ
わ
せ
、
そ
れ
を
二
組
作
っ
て
船
の
位
道
を
知
る
三
角
測
定
法

の
1
種
で
、
こ
れ
は
漁
民
の
長
い
経
験
に
基
づ
い
た
知
識
と
技
術
の
体
系
で

あ
り
、
親
か
ら
子
へ
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
方
法
は
現
在
で
も
使
用
さ

資
料
保
存
利
用
体
制
の
確
立
を
め
ざ
し
て
(
上
E
E
・
佐
藤
)

れ
て
い
る
。
こ
の
他
、
鱈
の
習
性
、
海
面
、
海
中
、
海
底
の
複
雑
な
潮
の
流

れ
、
風
の
方
向
と
強
さ
な
ど
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
良
い
漁
は
で
き
な
い
。

鱈
延
縄
漁
は
動
力
船
の
普
及
す
る
前
は
和
船
で
操
業
し
た
。
以
前
は
一
二
、

三
歳
で
船
に
の
り
、
椛
や
櫓
の
使
用
の
仕
方
、
純
の
延
べ
方
な
ど
の
訓
練
を

受
け
た
。
船
で
の
役
割
は
、
例
え
ば
、
能
生
町
の
場
合
は
、
セ
ン
ド
ウ
'
オ

ヤ
ジ
、
ム
カ
エ
ザ
、
チ
ャ
ラ
ク
ラ
ヤ
ク
な
ど
に
分
か
れ
て
お
り
、
セ
ン
ド
ウ

は
船
の
一
切
の
責
任
を
持
ち
、
オ
ヤ
ジ
は
漁
携
長
の
役
で
純
に
つ
い
て
の
責

任
を
持
っ
た
。
ム
カ
エ
ザ
は
餌
の
係
で
'
チ
ャ
ラ
ク
ラ
ヤ
ク
は
何
で
も
す
る

便
利
屋
で
あ
っ
た
。
船
で
こ
の
よ
う
な
役
割
、
活
動
、
生
活
に
つ
い
て
は
豊

富
な
伝
承
が
あ
る
。
更
に
、
善
宝
寺
さ
ん
、
金
毘
羅
さ
ん
、
エ
ペ
ス
サ
ン
、
ホ

ト
ケ
サ
ン
(
海
で
の
溺
死
体
)
な
ど
の
信
仰
も
こ
の
よ
う
な
漁
と
深
く
結
び

つ
い
て
い
る
。

2
8
　
タ
コ
漁
に
つ
い
て

タ
コ
は
好
ん
で
よ
-
食
さ
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
捕
っ
て
い
る
の
か

と
い
う
こ
と
は
、
意
外
と
知
ら
れ
て
い
な
い
。
タ
コ
に
つ
い
て
の
民
俗
学
的

な
報
告
は
、
早
川
孝
太
郎
の
r
羽
後
飛
鳥
図
誌
」
(
一
九
二
五
年
)
が
お
そ
ら

-
戯
初
で
あ
ろ
う
。
早
川
は
本
譜
に
お
い
て
、
タ
コ
を
捕
る
道
具
や
捕
り
方

ば
か
り
で
な
く
、
タ
コ
穴
に
は
そ
れ
ぞ
れ
名
前
が
あ
り
、
そ
れ
は
家
に
と
っ

て
一
種
の
財
産
で
あ
っ
て
、
娘
に
持
参
金
と
し
て
も
た
せ
て
い
る
こ
と
を
紹

介
し
て
い
る
。
早
川
の
本
番
は
、
こ
の
よ
う
に
漁
具
や
技
術
の
単
な
る
紹
介

に
と
ど
ま
ら
ず
、
社
会
的
な
側
面
を
も
と
り
あ
げ
た
点
で
先
駆
的
で
あ
っ
た

911
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と
い
え
る
。

そ
れ
で
は
、
新
潟
県
内
の
タ
コ
漁
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
と
い
う

と
、
タ
コ
壷
や
タ
コ
箱
を
用
い
て
沖
で
捕
る
方
法
、
岩
場
で
ス
カ
シ
ポ
ウ
と

い
う
竹
竿
に
カ
ニ
な
ど
を
縛
っ
て
穴
か
ら
吸
い
つ
い
た
と
こ
ろ
を
捕
る
方

法
、
そ
れ
か
ら
穴
か
ら
ヤ
ス
で
タ
コ
を
追
い
出
し
、
カ
ギ
や
ヤ
ス
で
捕
る
方

法
の
三
つ
に
主
と
し
て
分
け
ら
れ
る
。
タ
コ
漁
の
道
具
に
は
、
沖
漁
で
は
タ

コ
箱
や
ホ
ッ
キ
具
、
幹
純
な
ど
が
用
い
ら
れ
、
破
漁
で
は
ス
カ
シ
ポ
ウ
.
 
'
タ

コ
ユ
ス
リ
、
イ
ソ
ダ
コ
ヒ
キ
デ
、
タ
コ
カ
ギ
、
マ
ガ
リ
ヤ
ス
、
タ
コ
ヤ
ス
、
ヒ

ラ
ヤ
ス
、
タ
コ
ク
モ
な
ど
が
用
い
ら
れ
る
。

大
河
津
分
水
が
信
濃
川
の
氾
濫
を
防
ぐ
た
め
に
大
正
十
1
年
に
完
成
さ
れ

て
以
降
、
越
後
の
海
岸
線
は
著
し
く
変
化
し
た
。
な
か
で
も
大
河
津
分
水
の

周
辺
の
町
村
で
は
、
岩
礁
が
な
く
な
り
砂
浜
が
新
た
に
生
ま
れ
て
い
る
。
こ

の
た
め
、
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
、
磯
軌
が
急
速
に
衰
退
し
、
磯
で
の
タ
コ
漁

も
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
粟
島
や
佐
波
と
い
っ
た
岩
礁

に
め
ぐ
ま
れ
た
と
こ
ろ
は
、
磯
で
の
タ
コ
漁
が
い
ま
だ
に
み
ら
れ
る
。

ま
ず
、
タ
コ
箱
を
用
い
て
ミ
ズ
ダ
コ
を
沖
で
捕
る
漁
法
に
つ
い
て
、
巻
町

五
ケ
浜
か
ら
、
輝
例
を
と
っ
て
み
て
い
こ
う
。
-
ズ
タ
コ
独
は
冬
至
か
ら
始

ま
っ
て
三
月
末
ま
で
お
こ
な
い
'
・
二
月
半
か
ら
男
の
節
句
頃
ま
で
つ
づ
い
て

コ
ダ
コ
を
捕
っ
て
い
る
。
-
ズ
ダ
コ
の
方
言
は
五
力
浜
で
は
オ
オ
ダ
コ
と
い

う
。
沖
合
一
キ
ロ
か
ら
、
三
キ
ロ
ま
で
の
間
で
水
深
一
六
尋
(
約
二
十
八
・

八
メ
ー
ト
ル
)
か
ら
四
十
尋
(
約
七
十
二
メ
ー
ト
ル
)
の
砂
地
で
操
業
す
る
。

水
深
に
は
尋
の
単
位
が
用
い
ら
れ
、
魚
を
捕
る
上
で
は
水
深
が
重
要
で
あ
る
。

タ
コ
箱
に
は
只
松
の
木
を
用
い
る
。
赤
松
の
木
を
使
う
と
箱
の
寿
命
が
短

い
。
ま
た
、
早
く
海
中
に
入
れ
る
と
虫
に
食
わ
れ
や
す
い
。
箱
に
は
海
水
が

流
れ
る
よ
う
に
小
さ
な
穴
が
あ
け
ら
れ
て
お
り
、
タ
コ
が
穴
に
入
る
習
性
を

利
用
し
た
漁
法
で
あ
る
。
タ
コ
箱
は
幹
抱
で
つ
な
が
れ
て
い
て
、
片
方
か
ら

引
き
上
げ
て
い
-
の
で
、
タ
コ
の
延
純
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
縄
は
、

か
つ
て
は
藁
を
撚
っ
て
作
っ
た
が
、
現
在
で
は
ロ
ー
プ
を
用
い
て
い
る
。
タ

コ
箱
は
、
タ
コ
壷
が
域
れ
や
す
い
の
で
次
第
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

も
の
で
あ
る
が
、
出
雲
崎
な
ど
で
は
れ
ッ
キ
月
の
殻
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も

あ
る
。五

力
浜
の
タ
コ
漁
は
'
歴
史
が
古
-
、
か
つ
て
は
鱈
の
株
を
所
有
し
て
い

る
十
三
軒
の
納
屋
元
が
タ
コ
漁
も
お
こ
な
っ
て
い
た
。
鱈
は
オ
オ
ブ
ネ
、
タ

コ
は
マ
ル
キ
プ
ネ
で
お
こ
な
っ
た
。
株
の
開
放
以
降
は
、
池
場
を
山
当
て
に

よ
っ
て
四
つ
に
分
け
四
娘
が
噸
練
り
に
漁
場
を
交
替
し
て
漁
を
し
て
い
る
。

乗
り
組
む
人
は
ほ
ぼ
固
定
し
て
お
り
、
箱
の
数
も
上
限
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。

漁
の
条
件
が
同
じ
に
な
る
よ
う
に
社
会
的
な
と
り
決
め
が
お
こ
な
わ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
申
し
合
わ
せ
は
、
.
村
に
よ
っ
て
相
過
し
て
い
る
。
隣
の
角
田

浜
で
は
、
タ
コ
漁
の
さ
い
の
マ
ル
キ
プ
ネ
を
二
般
-
-
っ
て
操
共
し
て
お
り
へ

操
業
方
法
が
五
力
浜
と
只
な
っ
て
い
た
。

ス
カ
シ
ポ
ウ
と
い
う
竹
竿
で
磯
ダ
コ
を
捕
る
漁
法
を
、
粟
島
の
事
例
か
ら

見
て
み
よ
う
。
こ
の
漁
は
、
磯
で
手
近
な
も
の
を
用
い
て
で
き
る
便
利
さ
が

あ
る
.
磯
の
石
の
下
に
い
る
磯
が
ニ
を
つ
か
ま
え
て
、
竹
竿
の
先
に
糸
で
結

え
る
。
生
き
て
い
る
カ
ニ
を
結
え
る
の
は
難
し
い
し
、
結
え
方
も
早
く
て
は
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ず
れ
な
い
結
え
方
を
す
る
。
タ
コ
が
い
そ
う
な
岩
穴
の
あ
た
り
で
、
カ
ニ
が

泳
い
で
い
る
よ
う
に
竹
竿
を
動
か
す
。
タ
コ
が
カ
ニ
に
食
い
う
い
て
き
た
と

こ
ろ
で
竿
を
ひ
き
あ
げ
る
。
カ
ニ
の
形
を
壊
さ
な
い
よ
う
に
タ
コ
を
は
ず
し

た
り
、
タ
コ
が
手
に
吸
い
つ
か
な
い
よ
う
に
は
ず
し
た
り
す
る
の
に
は
熟
練

を
要
す
る
.
タ
コ
の
朗
か
ら
自
律
神
経
を
脱
き
取
り
、
岩
の
上
に
投
げ
て
お

-
。
こ
う
す
る
と
逃
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
。
こ
の
漁
法
は
磯
で
手
近
な
も
の

で
で
き
る
と
い
う
利
便
性
が
あ
る
一
方
で
'
糸
の
結
え
方
や
タ
コ
の
自
律
神

経
を
脱
き
収
る
な
ど
の
技
術
を
要
す
る
.
寺
泊
で
は
、
カ
ニ
の
上
に
サ
メ
や

フ
グ
の
皮
を
目
立
つ
よ
う
に
つ
け
た
り
す
る
と
い
う
。
個
人
の
工
夫
に
よ
っ

て
タ
コ
の
収
穫
が
大
き
く
左
右
さ
れ
る
面
を
も
っ
て
い
る
。
粟
島
で
は
、
か

っ
て
タ
コ
穴
は
家
の
財
産
と
し
て
先
祖
か
ら
継
承
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
で

は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。
佐
渡
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
'
そ
れ
で
も
よ

▼

-
捕
れ
る
タ
コ
穴
は
人
に
教
え
な
い
習
慣
は
残
っ
て
い
る
.
佐
波
で
は
、
竿

の
こ
と
を
ス
カ
シ
ポ
ウ
と
い
わ
ず
に
タ
コ
ユ
ス
リ
と
い
い
、
そ
れ
を
用
い
て

誘
き
寄
せ
へ
カ
ギ
で
ひ
っ
か
け
て
捕
る
。
竿
の
先
に
は
、
シ
イ
ラ
な
ど
の
皮

を
つ
け
る
。
そ
の
は
か
、
佐
渡
で
は
現
在
タ
コ
柏
に
代
え
て
タ
コ
カ
ゴ
を
用

い
て
捕
っ
て
い
る
。
ま
た
へ
定
把
網
に
タ
コ
プ
ネ
が
入
る
が
、
タ
コ
プ
ネ
は

食
べ
な
い
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
、
タ
コ
が
タ
イ
の
延
縄
の
餌
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

意
外
と
知
ら
れ
て
い
な
い
.
 
o
寺
泊
の
指
E
E
滑
氏
に
よ
れ
ば
、
青
菜
な
ど
を
漁

る
の
に
用
い
て
い
な
い
釜
で
-
ズ
ダ
コ
の
雌
(
雄
で
は
だ
め
)
を
三
回
煮
て
、

ま
だ
勘
気
が
で
て
い
る
タ
コ
を
切
っ
て
針
に
つ
け
る
。
釜
の
匂
い
や
煮
か
た

資
料
保
存
利
用
体
制
の
碓
立
を
め
ざ
し
て
(
上
田
・
佐
藤
)

な
ど
で
、
収
穫
が
畢
っ
と
い
う
。
タ
コ
は
.
捕
る
対
象
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の

よ
う
に
餌
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。
寺
泊
で
は
、
ミ
ズ
ダ
コ
の
方
言
は

マ
ダ
コ
と
い
う
。
漁
具
や
漁
法
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
歴
史
的
社

会
的
な
側
面
(
組
総
や
規
則
t
ォ
ど
)
を
も
知
っ
て
お
-
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

以
上
概
観
し
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
漁
業
の
変
化
は
急
速
で
あ
り
、

そ
の
た
め
、
漁
具
な
ど
の
物
質
文
化
の
収
集
を
早
急
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
漁
法
は
多
く
の
側
面
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
、
漁
具
の
収
柴
の
み

で
な
く
、
社
会
関
係
の
側
面
、
漁
業
技
術
の
体
系
、
独
英
と
信
仰
と
の
関
係
へ

海
の
世
界
観
な
ど
に
関
し
て
充
分
な
聞
き
取
り
調
査
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
、
ビ
デ
オ
な
ど
で
操
業
の
プ
ロ
セ
ス
な
ど
を
記
録
す
る
こ

と
も
重
要
で
あ
る
o
こ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
収
集
、
整
理
し
、
分
析

を
行
う
枚
閑
と
し
て
研
究
博
物
館
が
わ
が
新
潟
県
に
も
切
望
さ
れ
る
次
第
で
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